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◆◇ お寺の帰敬式 ◇◆
順慶寺では、 平成２１年から三年ごとに帰敬式を実施している。 本山より末寺での帰敬式が許

可されてからまもなく始まった順慶寺の帰敬式。 第五回目はコロナ禍で一年延期となり、 令和４

年に実施された。 帰敬式を受式する際、 受式者には専用の青い肩衣が贈呈される。

◇ 

不
平
や
不
満
は
見
栄
の
裏
返
し 

◇

今
月
の
釈
尊
の
言
葉
は
、
ダ
ン
マ
パ
ダ
よ
り
、

「
施
さ
れ
た
食
べ
物
は
飲
み
物
に

不
平
を
い
う
人
は

昼
も
夜
も

心
安
ら
か
に
は
な
れ
な
い
。（
第
二
四
九
偈
）

不
平
の
思
い
を
な
く
し

そ
の
根
を
絶
っ
た
な
ら
ば

か
れ
は
昼
も
夜
も

心
安
ら
か
で
あ
る
。（
第
二
五
〇
偈
）」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
出
典
で
す
。

こ
の
法
話
は
、
釈
尊
が
祇
園
精
舎
で
滞
在
し
て
お

ら
れ
た
と
き
、
見
習
い
の
テ
ィ
ッ
サ
と
い
う
も
の
が
、

弟
子
た
ち
や
信
者
た
ち
の
施
し
を
蔑
み
な
が
ら
、
過

ご
し
て
い
た
こ
と
を
戒
め
ら
れ
た
と
き
の
も
の
で
す
。

テ
ィ
ッ
サ
は
、
見
習
い
の
弟
子
に
も
関
わ
ら
ず
、

布
施
で
集
ま
っ
た
食
べ
物
を
、「
冷
た
い
」
と
言
っ
た

り
、「
熱
い
」
と
言
っ
た
り
不
平
が
多
い
弟
子
で
し
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
こ
の
人
は
ど
う
し
て
少
し
し

か
捧
げ
も
の
を
し
な
い
の
か
」
と
か
、「
こ
れ
だ
け
で

は
ほ
と
ん
ど
価
値
が
な
い
」
と
か
、
人
の
す
る
こ
と

を
蔑
む
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

あ
る
と
き
、
テ
ィ
ッ
サ
が
「
自
分
の
家
は
弟
子

た
ち
が
大
歓
迎
す
る
大
家
だ
」
と
言
っ
て
大
口
を

叩
い
て
い
た
の
で
、
弟
子
た
ち
の
一
部
が
腹
を
た
て
、

テ
ィ
ッ
サ
の
出
身
地
に
事
実
を
確
か
め
る
た
め
に
出

向
く
と
、
全
く
の
嘘
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
聞
い
た
釈
尊
は
、
テ
ィ
ッ
サ
の
見
栄
っ
張

り
な
本
性
を
見
出
し
、「
他
の
人
よ
り
多
い
と
か
少

な
い
と
か
、
上
等
だ
と
か
粗
末
だ
と
か
、
不
平
や
不

満
を
抱
く
人
は
、
心
の
平
安
も
取
り
戻
す
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
自
分
自
身
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
」

と
、
弟
子
に
説
い
て
聞
か
せ
た
と
い
い
ま
す
。

◆
ダ
ン
マ
パ
ダ（
法
句
経
）

第
二
四
九
偈
よ
り

見
習
い
の
弟
子
が
、
不
平
不
満

ば
か
り
言
う
の
見
て
、
釈
尊
が
、

不
平
不
満
を
述
べ
て
も
心
の
平

安
は
で
き
な
い
こ
と
を
説
い
た

場
面
で
す
。
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十
月
の
あ
る
日
、
京
都
に
下
宿
す
る

娘
か
ら
、

「
ね
ぇ
、
子
供
会
の
カ
レ
ー
っ
て
ど
う

や
っ
て
作
る
の
？
」

と
一
通
の
メ
ー
ル
が
来
ま
し
た
。
ど
う

や
ら
、
昔
、
子
ど
も
報
恩
講
で
み
ん
な

で
食
べ
た
、
お
寺
の
カ
レ
ー
が
美
味
し

か
っ
た
ら
し
く
、
何
と
か
お
友
達
に
振

る
舞
い
た
か
っ
た
よ
う
で
す
。

と
は
い
え
、
返
答
に
困
り
ま
し
た
。

「
そ
れ
は
ね
、
お
勝
手
の
皆
さ
ん
の
腕

前
で
、
大
き
な
釜
で
作
る
か
ら
だ
よ
！
」

と
返
信
し
ま
し
た
が
、
下
宿
に
は
大

釜
は
な
く
、
同
じ
レ
シ
ピ
の
再
現
の
し

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
ま
で
、
娘

が
子
供
会
の
カ
レ
ー
を
こ
よ
な
く
愛
し

て
い
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
年
、
三
年
ぶ
り
に
娘
が
大
好
き
だ
っ

た
、
子
供
会
の
カ
レ
ー
を
、
お
勝
手
会

の
方
々
が
真
心
を
こ
め
て
、
お
持
ち
帰
り

弁
当
で
復
活
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
娘

の
よ
う
に
、
子
供
た
ち
の
心
の
中
に
残
っ

て
く
れ
た
ら
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

お
弁
当
の
カ
レ
ー
を
み
ん
な
で
頂
き

な
が
ら
、
こ
の
カ
レ
ー
を
娘
に
届
け
ら

れ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。

◇ 
対
立
概
念
を
超
え
た
お
念
仏 

◇

禅
の
世
界
で
は
、よ
く
「
二
見
に
堕だ

す
な
」

と
い
っ
て
、
二
分
さ
れ
た
二
つ
の
ど
ち
ら
か

が
良
い
と
し
、
他
方
を
排
斥
す
る
姿
勢
は
堕

落
だ
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
も
の

自
体
に
は
、
善
悪
や
価
値
な
ど
も
な
い
は
ず

な
の
に
、
私
た
ち
の
都
合
に
よ
っ
て
善
悪
や

価
値
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

ロ
ボ
コ
ン
を
創
設
し
た
有
名
な
①

森も
り

政ま
さ

弘ひ
ろ

氏
は
、
本ほ
ん

田だ

宗そ
う

一い
ち

郎ろ
う

氏
と
対
話
し
た
と

き
、
本
田
氏
か
ら
「
走
る
に
は
ア
ク
セ
ル
、

停
ま
る
に
は
ブ
レ
ー
キ
で
良
い
か
」
と
聞

か
れ
、「
そ
れ
で
い
い
で
す
」
と
答
え
た
ら
、

「
君
な
、
ア
ク
セ
ル
で
走
れ
る
な
ら
、
あ

そ
こ
に
止
め
て
あ
る
車
の
ブ
レ
ー
キ
を
外

し
て
あ
げ
る
か
ら
、
そ
れ
で
走
っ
て
き
な

さ
い
！
」
と
一
喝
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
た
経
験
な
ど
を
元
に
書
い
た

『
仏
教
新
論
』（
森
政
弘
著
）
で
は
、
森
政

弘
氏
が
師
と
慕
う
、
龍
澤
寺
の
②

後ご

藤と
う

榮え
い

山ざ
ん

老
師
か
ら
禅
の
境
地
を
教
え
ら
れ
た
一

節
が
載
せ
て
あ
り
ま
す
。

「
師
か
ら
の
問
い
に
対
し
、
弟
子
は
し
ゃ

べ
っ
て
答
え
た
の
で
は
不
合
格
に
な
る
。

し
ゃ
べ
る
こ
と
は
分
け
る
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
だ
ま
っ
た
お
れ
ば

よ
い
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
も
だ
め
な
の

で
あ
る
。
し
ゃ
べ
ら
な
い
と
い
う
の
も
分

け
た
こ
と
に
な
る
。つ
ま
り
、「
し
ゃ
べ
る
」

「
し
ゃ
べ
ら
な
い
」
は
、
ど
ち
ら
も
対
立

概
念
の
一
方
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
の
が
合
格
か
と
い

え
ば
、
口
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
、
心
の
底
か
ら

「
む
ー
」
と
か
「
ぶ
ー
」
と
う
な
る
と
合
格

だ
と
伺
っ
た
。」（『
仏
教
新
論
』
よ
り
）

こ
の
例
は
、
意
外
に
も
、
お
念
仏
の
世
界

に
近
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
実
は
、
お
念
仏

は
良
し
悪
し
の
執
ら
わ
れ
か
ら
離
れ
る
、
大

い
な
る
は
た
ら
き
だ
っ
た
と
頂
け
ま
す
。

①
【
森
政
弘
】　

昭
和
二
年
（
１
９
４
７
）
三
重
県
生
ま
れ
。
日

本
の
工
学
者
、
仏
教
徒
。
東
京
工
業
大
学
名

誉
教
授
、
工
学
博
士
（
東
京
大
学
）。
オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
研
究
で
先
駆
的
な

研
究
実
績
を
持
ち
、
創
造
性
や
仏
教
に
関
す

る
著
書
や
講
演
も
多
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス

ト
の
創
始
者
で
あ
り
、「
ロ
ボ
コ
ン
博
士
」
の

異
名
も
持
つ
。
早
期
に
ロ
ボ
ッ
ト
ハ
ン
ド
や
人

工
心
肺
の
自
動
制
御
、
人
工
筋
肉
や
群
ロ
ボ
ッ

ト
の
研
究
開
発
に
着
手
し
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ

ク
モ
ー
シ
ョ
ン
や
不
気
味
の
谷
と
い
っ
た
新
概

念
も
提
唱
。
紫
綬
褒
章
、
勲
三
等
旭
日
中
綬

章
を
受
勲
。（
Ｗ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ａ
よ
り
）

②
【
後
藤
榮
山
】

昭
和
５
年
（
１
９
３
０
）
東
京
生
ま
れ
。
昭
和

二
十
年
禅
寺
に
て
出
家
。
昭
和
三
十
年
早
稲
田

大
学
第
二
文
学
部
哲
学
科
卒
業
後
、
龍
澤
寺

専
門
道
場
に
入
門
。
中
川
宋
淵
老
師
、
鈴
木

宗
忠
老
師
に
就
い
て
参
禅
。
海
禅
寺
住
職
な

ど
を
経
て
平
成
二
十
年
龍
澤
寺
住
職
と
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
な
ど
海
外
で
も
禅
の
普
及
に
努
め
る

他
、
海
禅
寺
徹
心
会
、
東
京
大
学
陵
禅
会
で

禅
指
導
を
続
け
る
。（
叡
智
出
版
社
よ
り
）

《
第
三
十
二
回
　
報
恩
講
の
片
付
け
》

今
年
の
報
恩
講
の
片
づ
け
は
住

職
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
総
代
の

皆
さ
ん
と
私
で
行
い
ま
し
た
。

事
前
に
住
職
か
ら
片
付
け
の
段

取
り
を
聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、

い
ざ
片
付
け
る
と
な
る
と
、
仏
具

の
荘
厳
や
掛
け
軸
の
か
け
方
な
ど

分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
出

て
き
ま
し
た
。

い
か
に
そ
う
い
う
こ
と
を
親
に

任
せ
て
い
た
か
痛
感
し
ま
し
た
し
、

本
堂
の
お
飾
り
の
意
味
を
よ
く
分

か
っ
て
な
い
自
分
、
と
い
う
も
の

が
よ
く
見
え
て
き
ま
し
た

報
恩
講
が
や
っ
と
終
わ
っ
た
の
に
、

「
こ
れ
か
ら
報
恩
講
が
始
ま
る
」

な
ん
て
言
わ
れ
る
と
、
一
生
懸
命
に
お
手
伝

い
し
て
下
さ
っ
た
方
に
申
し
訳
な
い
で
す
よ

ね
。
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
本
当
に
大
切
な
こ

と
で
す
。

報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の
十
一
月
二
十
八

日
の
ご
命
日
を
お
参
り
す
る
集
ま
り
で
す
。

お
家
で
す
る
、
先
祖
の
年
回
法
要
な
ん
か

は
、
何
年
か
に
一
回
す
る
も
の
な
の
で
、
一

所
懸
命
に
準
備
し
て
法
要
が
終
わ
っ
た
ら
、

あ
と
は
ゆ
っ
く
り
で
き
ま
す
よ
ね
。
と
こ
ろ

が
、
報
恩
講
は
毎
年
や
っ
て
き
ま
す
か
ら
、

一
生
懸
命
に
準
備
し
て
も
、
ま
た
来
年
や
っ

て
き
ま
す
。
大
変
で
す
ね
。

実
は
、
報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
が
京
都

で
元
気
に
し
て
お
ら
れ
た
こ
ろ
、
関
東
の
お

弟
子
が
分
か
ら
な
い
こ
と
や
心
配
な
こ
と
が

あ
る
と
、
は
る
ば
る
親
鸞
聖
人
に
会
い
に
出

か
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
な
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
て

か
ら
も
、
関
東
の
お
弟
子
は
、
親
鸞
聖
人
の

ご
命
日
に
お
墓
参
り
し
て
一
年
の
出
来
事
な

ど
を
報
告
し
、
お
墓
の
前
で
翌
年
に
ご
報

告
で
き
る
こ
と
を
心
に
誓
っ
て
、
ま
た
関
東

に
帰
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
報

恩
講
の
始
ま
り
で
す
。

で
す
か
ら
、
報
恩
講
を
大
切
す
る
真
宗

の
御
門
徒
は
、
一
年
の
報
告
を
報
恩
講
で
し

て
、
次
の
年
の
誓
い
を
報
恩
講
で
す
る
の
が

習
わ
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

住職から、報恩講が終わっ住職から、報恩講が終わっ
たのに、「今日から報恩講のたのに、「今日から報恩講の

始まりです」と言われました。それ始まりです」と言われました。それ
ってどういうことですか？ってどういうことですか？

復
　
活

子
供
会
カ
レ
ー

コーナーコーナー



◆
岡
本
巧
氏
叙
勲 

＝ 

春
の
叙
勲
で
、
順
慶

寺
参
与
で
、
㈱
中
央
食
肉
会
長
、
愛
知
県

食
品
衛
生
協
会
副
会
長
で
あ
る
岡
本
巧
氏

が
、
旭

き
ょ
く

日じ
つ

双そ
う

光こ
う

章し
ょ
うを
受
章
さ
れ
た
。
順
慶
寺

役
員
の
叙
勲
は
久
し
ぶ
り
と
な
る
。

◆
報
恩
講
で
雅
楽
の
附
物 

＝ 

さ
る
11
月

20
日
、
順
慶
寺
報
恩
講
の
最
終
日
に
、
三
河

雅
楽
研
究
会
の
皆
さ
ん
が
来
寺
さ
れ
、
三
年

ぶ
り
に
助
音
に
雅
楽
の
附
物
が
な
さ
れ
た
。

壱
越
と
い
う
高
さ
ま
で
助
音
が
声
を
張
り
上

げ
て
、
雅
楽
の
添
え
も
か
さ
な
っ
て
、
盛
大

な
声
明
と
な
っ
た
。

◆
本
山
報
恩
講
団
参
実
施 

＝ 

さ
る
11
月

21
日
、
岡
崎
教
区
第
二
十
一
組
で
は
、
本
山

報
恩
講
の
団
体
参
拝
を
実
施
。
バ
ス
二
台
、

今
年
で
五
回
目
と
な
っ
た
帰
敬
式
（
お
剃

刀
）
を
実
施
し
ま
し
た
。
帰
敬
式
に
は
総
代

も
同
席
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
総
代
か

ら
服
装
は
ど
う
す
る
か
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、

正
装
に
し
て
下
さ
い
と
答
え
ま
し
た
。
帰
敬

式
が
、
仏
弟
子
の
誕
生
を
祝
う
、
人
生
に
お

い
て
最
も
大
切
な
儀
式
だ
か
ら
で
す
。（
住
）

･･･････････････････････････

今
年
の
報
恩
講
は
「
子
ど
も
報
恩
講
」
も

開
催
さ
れ
う
ま
く
で
き
る
か
心
配
だ
っ
た
の

で
す
が
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
で
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
、
ほ
っ
と
一
息
つ
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。（
若
）
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誠
心
院
釋
尼
治
眼

10
月
30
日
寂 

加
藤
は
る
へ（
100
）

碧
南
市 

加
藤
敏
之
様
の
母

11
月
度
護
寺
会
物
故
者

さ
る
11
月
18
日
よ
り
20
日
、
順
慶
寺
で
最
大
の
法
要
で
あ
る
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
、
コ
ロ
ナ

後
の
法
要
の
あ
り
方
を
見
な
が
ら
、
帰
敬
式
、
子
ど
も
報
恩
講
や
雅
楽
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

11
月
と
し
て
は
、
比
較
的
暖
か
い
秋
晴
れ

の
中
、
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
詣
り
で
あ
る
、

報
恩
講
が
順
慶
寺
で
勤
め
ら
れ
、
本
堂
と
玄

関
・
庫
裏
（
リ
モ
ー
ト
席
）
を
使
っ
て
大
勢
の

参
詣
者
を
迎
え
ま
し
た
。

帰
敬
式
と
子
ど
も
報
恩
講

初
日
は
、
午
後
か
ら
の
日
程
で
、
午
後
一

時
か
ら
第
五
回
帰
敬
式
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
受
式
者
は
、
十
九
名
。
皆
さ
ん
、
事

前
学
習
会
で
帰
敬
式
の
意
義
を
十
分
に
理
解

さ
れ
、
ネ
ク
タ
イ
に
ス
ー
ツ
、
帰
敬
式
受
式

者
用
肩
衣
を
着
用
し
て
、
受
式
さ
れ
ま
し
た
。

午
後
五
時
か
ら
は
、
三
年
ぶ
り
に
実
施
さ

れ
る
子
ど
も
報
恩
講
。
お
勤
め
を
し
て
か
ら
、

若
院
の
お
話
、
か
ら
く
り
人
形
の
実
演
、
体

験
型
マ
ジ
ッ
ク
な
ど
楽
し
い
企
画
で
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。
最
後
に
は
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
弁
当

の
お
土
産
が
あ
り
、
集
ま
っ
た
子
供
た
ち
は
大

喜
び
で
し
た
。

雅
楽
を
迎
え
て
の
儀
式

二
日
目
か
ら
は
、
午
前
中
の
日
程
で
、
助

音
講
に
よ
る
お
勤
め
、
法
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
年
か
ら
、
助
音
に
使
わ
せ

て
い
た
だ
く
『
お
寺
の
報
恩
講
』
を
再
版
し
、

本
の
貸
し
出
し
も
し
ま
し
た
。
ま
た
、
三
日
目

の
助
音
に
は
雅
楽
が
入
り
荘
厳
な
儀
式
と
な

り
ま
し
た
。

法
話
は
、
二
日
目
に
は
、
例
年
お
願
い
し

て
い
る
元
名
古
屋
音
大
教
授
・
宇
治
谷
顕
氏
。

報
恩
講
の
意
味
を
分
か
り
や
す
く
教
え
て
下

さ
い
ま
し
た
。
三
日
目
に
は
、同
朋
大
学
講
師
・

飯
田
真
宏
氏
。
例
年
の
市
野
智
行
氏
か
ら
急

遽
交
代
と
な
り
ま
し
た
が
、
教
き
ょ
う

誨か
い

師し

を
し
て

お
ら
れ
る
経
験
か
ら
分
か
り
や
す
く
お
話
下

さ
い
ま
し
た
。

釋
修
敬

11
月
3
日
寂 

塚
本　

敬け
い（

93
）

今
川
西
組 

塚
本
謙
様
の
父

了
伎
院
釋
正
観

11
月
4
日
寂 

岡
本
正
司（
85
）

市
場
上
組 

岡
本
博
文
様
の
父

顕
世
院
釋
八
相

11
月
18
日
寂 

杉
浦
八
郎（
95
）

西
丘
組 

杉
浦
正
樹
様
の
父

七
十
三
名
の
参
加
と
な
り
、
久
々
の
盛
会
の

団
参
と
な
っ
た
。

さ
る
十
一
月
四
日
、
元
市
場

上
組
総
代
、
岡
本
正
司
氏
が
亡

く
な
れ
ま
し
た
。行
年
八
十
五
歳
。

岡
本
氏
は
、
大
興
運
輸
で
タ
ク
シ
ー
業
務

の
取
締
役
を
務
め
ら
れ
、
退
職
後
、
順
慶
寺

御
遠
忌
委
員
会
で
幹
事
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
市
場
上
組
総
代
・
総
代
長
と
し
て

活
躍
、
墓
地
整
備
の
際
な
ど
に
尽
力
さ
れ
ま

し
た
。
心
よ
り
お
悔
や
み
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

岡
本
正
司
氏
逝
去

元
総
代
長
・
御
遠
忌
委
員
幹
事

御
仏
供
米
60
㎏（
大
久
屋
・

岡
川
経
康
氏
）、
御
仏
供
米
30
㎏
・
ダ
イ
コ
ン
50
本（
山

ノ
端
・
鈴
木
市
成
氏
）、
本
堂
荘
厳
用
菊（
近
崎
・
相
木

好
永
氏
）、
御
仏
供
米
60
㎏（
今
川
西
・
塚
本
敬
氏
）
他

報
恩
講
特
別
寄
進

編
集
部
短
信

編
集
雑
記

当
山
報
恩
講
を
厳
修

２
０
２
２
年

報恩講写真館

宇治谷顕先生の法話

お剃刀の執行

お花講の皆さん

おみがきの様子若院のお話体験マジック

からくりの実演



日 曜 行　事　内　容 掃除当番
1 木  寺カフェ（9：00～11：00、順慶寺本堂南落間にて） 木 -1
2 金
3 土
4 日
5 月  お楽しみ会（14：00、順慶寺本堂）
6 火
7 水  落合組お取越
8 木 木 -2
9 金  西丘組お取越

10 土
11 日
12 月
13 火
14 水  近崎組お取越
15 木 木 -3

16 金  北尾組お取越
17 土
18 日  真宗講座（19：00、順慶寺本堂）
19 月
20 火  一里山組お取越
21 水  平松組お取越
22 木 木 -4
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水  宗祖聖人御命日（7：00、順慶寺本堂）
29 木  年末大掃除（8：30、順慶寺）
30 金
31 土  年越し勤行・修正会（23：45～、順慶寺本堂）

●
各
組
お
取
越
を
実
施
し
ま
す

十
二
月
よ
り
組
の
お
取
越
を
始
め
ま

す
。
詳
し
く
は
、
報
恩
講
の
オ
サ
ガ

リ
を
配
布
さ
れ
る
際
に
、
年
番
の
皆

さ
ん
か
ら
組
別
の
予
定
表
を
配
布
し

て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

●
真
宗
講
座
・
来
年
も
福
田
氏

十
二
月
で
今
年
度
最
後
の
講
座
と

な
る
真
宗
講
座
。
コ
ロ
ナ
の
期
間
を

挟
ん
で
続
け
て
来
て
い
た
だ
い
て
い

る
、
同
朋
大
学
副
学
長
・
福
田
琢
氏

が
、
来
年
四
月
よ
り
も
う
一
年
続
け

て
講
師
を
し
て
下
さ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
来
年
は
、
四
月
よ
り
通
常

の
開
催
と
す
る
予
定
で
す
。

●
年
越
し
勤
行
に
つ
い
て

今
年
の
年
越
し
勤
行
も
、
本
堂
と

玄
関
（
本
堂
の
映
像
を
配
信
）
に

イ
ス
席
を
準
備
し
、
入
場
者
制
限

を
し
な
い
予
定
で
す
。
今
年
の
お

し
る
こ
と
お
屠
蘇
で
す
が
、
使
い

捨
て
の
容
器
を
準
備
し
ま
す
の
で
、

接
待
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

編
集
・
発
行
人
　
池
浦
裕
哉

印
刷
・
発
行
所
　
順
慶
寺
内

真
宗
大
谷
派
順
慶
寺	

郵
便
番
号
　
四
四
八
ー
〇
〇
〇
四

	

愛
知
県
刈
谷
市
泉
田
町
池
之
浦
三

郵
送	

郵
送
料
毎
月
百
円（
年
間
千
二
百
円
）

	

振
替
〇
〇
八
三
〇
ー
〇
ー
一
六
二
六
九

会
員
　
護
寺
会
員
に
は
五
百
円
に
て

	
一
年
間
郵
送
を
い
た
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
　U

RL	:	http://w
w
w
.junkyoji.com

/
	

E-M
AIL	:	support@

junkyoji.com

連
絡
　
電
話	

〇
五
六
六（
二
一
）一
九
三
四

	

Ｆ
Ａ
Ｘ	

〇
五
六
六（
二
六
）五
六
一
三

12 月の主な行事予定
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おしらせ

ダ
イ
コ
ン

み
な
さ
ん
、
い
よ
い
よ
師
走
に
な
り
ま

し
た
ね
。
木
枯
ら
し
も
や
っ
て
き
て
、
い
よ

い
よ
寒
さ
が
身
に
染
み
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
冬
に
な
る
と
コ
ン
ビ
ニ
で
は
、

お
で
ん
が
売
り
出
さ
れ
ま
す
ね
。
美
味
し
そ

う
な
ダ
イ
コ
ン
が
あ
る
と
、
つ
い
つ
い
買
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
下
宿
に
帰
っ
て
か
ら
、
ホ

ク
ホ
ク
し
な
が
ら
食
べ
る
ダ
イ
コ
ン
は
格
別
。

身
も
心
も
温
ま
り
ま
す
。

ダ
イ
コ
ン
に
は
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、
カ
リ
ウ

ム
な
ど
が
含
ま
れ
て
、
風
邪
の
予
防
に
は

も
っ
て
こ
い
で
す
し
、
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ナ
ー

ト
と
い
う
辛
み
成
分
が
お
餅
を
食
べ
る
と
き

や
、
う
ど
ん
な
ど
に
マ
ッ
チ
し
ま
す
。
ま
た
、

葉
っ
ぱ
に
は
、
沢
山
の
ビ
タ
ミ
ン
が
含
ま
れ

12
月
行
事
内
容 

詳
細

て
い
る
そ
う
で
す
。

お
寺
で
は
、
報
恩
講
に
は
必
ず
大
根
焚

が
レ
シ
ピ
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
親
鸞

聖
人
が
大
根
焚
が
大
好
き
だ
っ
た
こ
と
に
由

来
す
る
そ
う
で
す
。

す
こ
や
か
に
　

す
こ
や
か
に
　

頭
寒
足
熱
　

頭
寒
足
熱
　
大大だ
い
こ
じ
る

だ
い
こ
じ
る

根
汁
根
汁

山
口
青
邨

山
口
青
邨

年
越
し
勤
行（
修
正
会
）

12
月
31
日（
土
）
23
時
45
分

　
～
1
月
1
日
（
日
）
1
時
終
了

順
慶
寺
本
堂
・
玄
関
に
て

今
年
一
年
を
振
り
返
る
に
あ
た
り
、
や
は

り
一
番
最
初
に
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
2
月

24
日
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
へ
の
本
格
的
な
軍
事
侵
攻
。
ロ
シ
ア

が
意
図
的
に
国
境
の
変
更
を
試
み
る
た
め

に
、
民
間
人
に
死
傷
者
を
出
す
攻
撃
を
行

い
、
病
院
、
学
校
、
住
宅
な
ど
の
市
民
の

建
物
に
被
害
を
与
え
ま
し
た
。
戦
争
犯

罪
に
あ
た
る
行
為
も
多
く
見
ら
れ
、
多
く

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
が
家
を
追
わ
れ
、
避

難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
っ
て
、
食
料
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
基
本
的
な
も
の
の
価
格

が
上
が
り
、
イ
ン
フ
レ
を
さ
ら
に
押
し
上

げ
、
そ
の
結
果
、
所
得
の
価
値
が
下
が
り

需
要
を
圧
迫
。
コ
ロ
ナ
で
傷
ん
だ
世
界
経

済
に
さ
ら
な
る
追
い
打
ち
を
か
け
、
世
界

に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

大
晦
日
、
除
夜
の
鐘
を
打
っ
て
一
年
の
反

省
し
、
御
本
尊
の
前
で
お
勤
め
を
し
て
、

心
新
た
に
新
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

年
越
し
勤
行
の
右
記
の
時
間
に
、

本
堂
で
正
信
偈
の
お
勤
め
を
さ
れ

た
方
に
、
寺
か
ら
の
お
年
玉
と
し

て
、
も
れ
な
く

2

2

2

2

、
粗
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。
お
楽
し
み
に
。

今年もお寺からの

お年玉

好評につき


